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）

第
一
問　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問
1
～
8
）
に
答
え
よ
。

　

言
葉
は
、
単
に
情
報
を
伝
搬
す
る
手
段
で
は
な
い
。
言
葉
は
、
人
間
の
生
き
方
そ
の
も
の
に
関
わ
る
。

　

人
間
の
発
話
行
為
に
は
、
と
き
に
人
生
を
左
右
す
る
よ
う
な
深
刻
な
意
義
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
私
た
ち
の
発
話
行
為
は
意
識
の
厳
密
な

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
る
。

　

将
来
の
運
命
を
決
め
る
よ
う
な
シ
ンア
ケ
ン
な
話
し
合
い
や
、
就
職
の
面
接
、
法
廷
に
お
い
て
宣
誓
の
も
と
に
行
わ
れ
る
証
言
の
よ
う
な
ケ
ー

ス
に
お
い
て
は
、
一
つ
ひ
と
つ
の
言
葉
が
人
生
の
運
命
を
、
と
き
に
は
生
死
を
も
左
右
す
る
。

　

私
た
ち
の
発
話
は
全
人
格
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
言
葉
を
交
わ
す
こ
と
の
意
義
が

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
言
葉
へ
の
人
格
の
反
映
は
、
意
識
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
あ
っ
て
こ
そ
可
能
に
な
る
。
無
意
識
に
垂
れ
流
さ
れ
る

言
葉
に
は
、
重
い
意
味
は
な
い
。

　

「
寝
言
」
に
お
い
て
は
、
私
た
ち
の
発
話
は
意
識
に
よ
っ
てイ
セ
イ
ギ
ョ
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
私
た
ち
は
寝
言
に
つ
い
て
は
責
任

を
問
わ
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
寝
言
こ
そ
が
無
意
識
の
発
露
だ
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
が
、
た
い
て
い
の
場
合
そ
れ
は
ラ
ン
ダ
ム
で
意
味
を
な

さ
な
い
。

　

日
常
会
話
に
お
け
る
「
雑
談
」（sm

all talk

）
は
、
半
ば
意
識
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
、
半
ば
無
意
識
に
言
葉
が
流
れ
る
か
た
ち
で
発
話

さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
失
言
」
も
あ
る
し
、
他
愛
の
な
い
や
り
と
り
に
も
な
る
。

　

覚
醒
し
て
い
る
時
の
発
話
に
対
し
て
及
ぼ
さ
れ
て
い
る
意
識
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
レ
ベ
ル
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
れ
は

私
た
ち
の
生
命
の
大
切
な
局
面
で
の
重
要
な
「
行
為
」
と
な
る
。
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発
話
は
、「
い
き
い
き
」
し
た
生
命
プ
ロ
セ
ス
の
象
徴
で
も
あ
る
。
私
た
ち
は
、
お
互
い
に
会
話
を
交
わ
す
こ
と
で
、
相
手
の
覚
醒
状
態
の

「
い
き
い
き
」
や
、
思
考
や
感
性
の
し
な
や
か
さ
、
柔
軟
さ
を
認
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

発
話
は
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
や
り
と
り
さ
れ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
チ（
注
１
）ュ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン
が
計
算
に
お
い
て
で
き
る
こ
と
を
抽
象
的
モ
デ

ル
と
し
て
数
学
的
に
解
析
す
る
と
い
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
そ
の
本
質
を
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

人
間
の
発
話
行
為
に
は
、「
コ
ン
フ
ァ
ビ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」（confabulation

）
と
い
う
側
面
が
あ
る
。

　

コ
ン
フ
ァ
ビ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
口
か
ら
で
ま
か
せ
の
噓う
そ

、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
発
話
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
病
的
な
場
合
も
あ
れ
ば
、

作
家
が
小
説
を
書
く
時
の
よ
う
に
、
創
造
的
な
過
程
の
一
部
分
で
も
あ
り
得
る
。

　

一
般
に
、
会
話
の
意
図
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
り
、
話
の
流
れ
を
と
ら
え
た
り
す
る
の
は
意
識
の
働
き
で
あ
る
。
通
常
の
会
話
に
お
い
て
は
、
自

分
の
話
し
て
い
る
こ
と
の
内
容
を
意
識
が
把
握
し
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
。
コ
ン
フ
ァ
ビ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
意
識
の

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
弱
ま
る
の
で
、
発
話
の
「
質
」
が
低
下
す
る
。

　

発
話
と
コ
ン
フ
ァ
ビ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
関
係
は
、
意
識
の
役
割
に
つ
い
て
重
要
でウ
セ
ン
サ
イ
な
論
点
を
も
た
ら
す
。

　

コ
ン
フ
ァ
ビ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
局
所
的
に
見
れ
ば
意
味
が
通
り
、
文
法
的
に
も
合
っ
て
い
る
文
字
列
を
吐
き
出
す
が
、
全
体

と
し
て
の
構
成
や
、
含
意
の
よ
う
な
も
の
は
整
え
に
く
い
。

　

眠
っ
て
い
る
時
に
見
る
夢
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
生
み
出
さ
れ
る
過
程
は
意
識
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
受
け
な
い
、
あ
る
種
の
コ
ン
フ
ァ
ビ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
で
あ
る
。
夢
は
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
と
興
味
深
い
点
も
あ
る
し
、
フ（
注
２
）ロ
イ
ト
的
な
意
味
で
の
精
神
分
析
の
対
象
に
も
な
る
が
、
全
体
と
し

て
「
エ（
注
３
）ン

タ
メ
」
の
作
品
と
し
て
は
成
立
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
他
人
の
夢
の
話
を
聞
く
の
は
多
く
の
場
合
退
屈
で
あ
る
。

　

現
在
研
究
さ
れ
て
い
る
、
人
工
知
能
に
よ
る
自
然
言
語
処
理
の
プ
ロ
セ
ス
で
は
、
言
葉
の
意
味
を
解
析
し
た
り
、
発
話
し
た
り
す
る
。
日
本

語
と
英
語
の
間
の
機
械
翻
訳
な
ど
、
次
第
に
応
用
範
囲
が
広
が
っ
て
き
て
い
る
。
グ
ー
グ
ル
ホ
ー
ム
や
ア
マ
ゾ
ン
エ
コ
ー
な
ど
の
「
ス（
注
４
）マ
ー
ト

ス
ピ
ー
カ
ー
」
が
身
近
な
例
で
あ
る
。

Ｂ



―  3  ―

　

こ
の
よ
う
な
人
工
知
能
に
お
け
る
自
然
言
語
処
理
に
お
い
て
は
、
意
識
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
相
当
す
る
プ
ロ
セ
ス
が
な
い
。
従
っ
て
、
局
所

的
に
は
意
味
が
通
っ
て
い
た
り
、
文
法
的
に
は
正
し
く
て
も
、
全
体
的
に
は
整
合
性
が
な
か
っ
た
り
、
文
章
の
含
意
の
焦
点
が
ぼ
や
け
て
い
た

り
す
る
。

　

逆
に
言
え
ば
、
全
体
と
し
て
整
合
性
を
持
た
せ
た
り
、
文
章
の
含
意
を
掘
り
下
げ
た
り
す
る
の
が
発
話
に
お
け
る
意
識
の
役
割
だ
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

　

南
ア
フ
リ
カ
出
身
の
ア
メ
リ
カ
の
実
業
家
で
、
電
気
自
動
車
の
テ
ス
ラ
（T

esla

）
や
、
宇
宙
開
発
の
ス
ペ
ー
ス
Ⅹ
（SpaceX

）
な
ど
の
会

社
の
共
同
創
業
者
で
あ
る
イ
ー
ロ
ン
・
マ
ス
ク
（Elon M
usk

）
が
創
立
し
た
人
工
知
能
の
研
究
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
、「
オ
ー
プ
ン
・
Ａ
Ｉ
」

が
二
〇
一
九
年
に
開
発
し
た
人
工
知
能
、「
Ｇ
Ｐ
Ｔ-

2
」
は
、
自
然
言
語
処
理
に
お
い
て
現
時
点
で
ど
れ
だ
け
の
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ

と
を
示
し
た
。

　

Ｇ
Ｐ
Ｔ-

2
は
、
短
い
リ
ー
ド
文
を
与
え
る
と
、
そ
の
後
の
文
章
を
自
動
生
成
し
て
し
ま
う
。
そ
の
文
章
は
完
全
に
近
い
と
言
っ
て
よ
い
ほ

ど
意
味
が
通
っ
て
い
る
。

　

例
え
ば
、「
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
Ｅ
Ｕ
離
脱
に
つ
い
て
、
新
し
い
方
針
を
示
し
た
」
と
い
う
文
章
を
与
え
る
と
、
そ
の
先
の
「 

①

 

」
文

章
を
続
け
て
生
成
し
て
し
ま
う
。
ニ
ュ
ー
ス
原
稿
だ
け
で
な
い
。
文
学
的
な
文
章
で
も
、
エ
ッ
セ
イ
で
も
、
書
き
出
し
の
文
を
与
え
る
と
そ
の

続
き
の
文
章
を
完
成
さ
せ
て
し
ま
う
。

　

Ｇ
Ｐ
Ｔ-

2
の
背
後
に
あ
る
の
は
、
統
計
的
な
学
習
則
で
あ
る
。
シ（
注
５
）ェ

ー
ク
ス
ピ
ア
の
全
作
品
の
数
千
倍
に
当
た
る
文
章
を
学
習
さ
せ
、
ど

の
よ
う
な
文
字
列
の
後
に
は
ど
の
よ
う
な
文
字
列
が
続
き
や
す
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
推
定
す
る
モ
デ
ル
を
構
築
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
リ
ー
ド
文
の
後
に
続
い
て
書
か
れ
る
可
能
性
の
あ
る
文
章
を
生
成
す
る
能
力
を
持
っ
た
。
そ
の
出
来
栄
え
は
、
一
見
、
人
間
の

書
い
た
も
の
と
区
別
で
き
な
い
。

　

Ｇ
Ｐ
Ｔ-

2
は
、
個
人
宛
に
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
さ
れ
た
ス
パ
ム
を
大
量
に
生
成
す
る
と
か
、
ネ
ッ
ト
上
に
偽
の
レ
ビ
ュ
ー
を
書
き
込
む
、
あ
る
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い
は
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
の
自
動
化
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
悪
用
が
考
え
ら
れ
、
危
険
す
ぎ
る
と
い
う
理
由
で
一
時
は
公
開
が
中
止
さ
れ
た
。
そ

の
後
、
一
般
に
公
開
さ
れ
て
、
自
分
で
リ
ー
ド
文
を
入
れ
て
続
き
の
文
章
を
生
成
さ
せ
ら
れ
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
も
登
場
し
た
。

　

私
自
身
も
い
く
つ
か
の
（
英
文
の
）
リ
ー
ド
文
を
入
れ
て
、
そ
のエ
キ
ョ
ド
ウ
を
観
察
し
た
。
そ
の
結
果
は
た
い
へ
ん
興
味
深
い
も
の
だ
っ
た
。

　

書
き
出
し
の
文
章
に
続
い
て
Ｇ
Ｐ
Ｔ-

2
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
る
文
章
は
、
確
か
に
意
味
は
通
っ
て
い
る
。
文
法
的
に
も
正
し
い
。

　

し
か
し
、
文
章
が
続
く
に
つ
れ
て
、
だ
ん
だ
ん
、
何
か
が
お
か
し
い
と
感
じ
ら
れ
て
く
る
。
全
体
と
し
て
、
書
き
手
の
意
図
が
見
え
な
い
と

い
う
か
、
意
味
の
焦
点
が
ぼ
や
け
て
い
て
、「
ど
こ
に
も
た
ど
り
着
か
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
印
象
に
な
っ
て
く
る
。

　

Ｇ
Ｐ
Ｔ-

2
が
リ
ー
ド
文
に
続
い
て
自
動
生
成
す
る
文
章
を
読
み
、
そ
れ
を
私
た
ち
が
普
段
見
慣
れ
て
い
る
「
人
間
」
が
書
い
た
文
章
と
比

較
す
る
と
興
味
深
い
こ
と
に
気
づ
く
。
発
話
に
お
け
る
意
識
の
働
き
は
、
文
法
が
あ
っ
て
い
る
こ
と
を
保
証
す
る
こ
と
で
も
、
内
容
に
内
部
矛

盾
が
な
い
こ
と
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
で
も
な
く
、
も
う
少
し
微
妙
な
全
体
の
方
向
性
の
設
定
、
含
意
の
把
握
の
レ
ベ
ル
に
あ
る
こ
と
が
わ
か

っ
て
く
る
。

　

例
え
ば
、
川（
注
６
）端
康
成
の
『
雪
国
』
の
冒
頭
の
数
行
を
リ
ー
ド
文
と
し
て
与
え
れ
ば
、
人
工
知
能
は 

①

 

文
章
を
吐
き
出
し
て
く
る
。

そ
れ
な
り
の
知
性
を
持
っ
た
人
間
が
書
く
文
章
と
一
見
区
別
が
つ
か
な
い
。

　

し
か
し
、
そ
れ
は
川
端
が
『
雪
国
』
で
展
開
し
た
世
界
と
は
も
ち
ろ
ん
違
う
。
小
説
全
体
と
し
て
の
あ
る
「
世
界
観
」
を
示
し
た
り
、
読
後

感
に
お
い
て
あ
る
カ
ンオ
メ
イ
を
与
え
た
り
す
る
こ
と
は
、
人
工
知
能
に
は
（
今
の
と
こ
ろ
）
で
き
な
い
。

　

よ
く
で
き
た
文
章
は
、
全
体
と
し
て
整
合
性
が
保
た
れ
、
そ
し
て
深
い
含
意
が
あ
る
。
例
え
ば
、
夏（
注
７
）目

漱そ
う

石せ
き

の
『
三
四
郎
』
の
魅
力
は
、
局

所
的
に
文
章
の
筋
が
通
っ
て
い
る
と
か
、
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
が
豊
富
だ
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
全
体
と
し
て
の
「
姿
」
と
い
う
か
、
指

し
示
す
人
間
観
、
読
後
感
に
こ
そ
独
特
の
味
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
の
芸
術
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
作
品
を
生
み
出
し
た
の
も
、
夏
目
漱
石
の
「
意
識
」
の
為な

せ
る
わ
ざ
。
逆
に
言
え
ば
、
私
た
ち
の
意
識
は
、
そ
の
よ
う
な
非
局

所
的
な
情
報
処
理
に
お
い
て
こ
そ
、
そ
の
本
領
を
発
揮
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

Ｃ
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意
識
は
、
そ
れ
が
吐
き
出
す
言
葉
の
局
所
的
な
意
味
、
文
法
の
正
し
さ
を
保
証
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
全
体
と
し
て
の
方
向
性
、
構
想
に
関

わ
る
働
き
を
し
て
い
る
ら
し
い
。

　

こ
こ
に
、
人
工
知
能
が
チ（

注
８
）ュ

ー
リ
ン
グ
・
テ
ス
ト
に
合
格
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
、
本
質
的
な
論
点
が
立
ち
現
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
チ
ュ
ー
リ
ン
グ
・
テ
ス
ト
は
、
人
工
知
能
に
よ
る
「
コ
ン
フ
ァ
ビ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
で
も
合
格
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

Ｇ
Ｐ
Ｔ-
2
は
、
し
ゃ
べ
り
出
し
、
書
き
出
し
の
部
分
が
与
え
ら
れ
れ
ば
そ
の
続
き
を
精
度
よ
く
生
み
出
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
し
ゃ
べ
り
出
し
、
書
き
出
し
そ
の
も
の
を
つ
く
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

Ｇ
Ｐ
Ｔ-

2
は
、
し
ゃ
べ
り
出
し
、
書
き
出
し
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
機
能
し
な
い
。
書
き
出
し
後
の
文
章
は
随
分
と
う
ま
く
処
理
す
る
が
、

そ
れ
も
、
最
初
に
数
行
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　

し
ゃ
べ
り
出
し
、
書
き
出
し
の
部
分
に
は
、
全
体
の
「
構
想
」
や
「
方
向
性
」
の
よ
う
な
も
の
が
表
れ
る
。
こ
れ
は
、
意
識
の
領
分
で
あ
る
。

　

実
際
、
私
た
ち
は
、
意
識
の
中
で
、
全
体
の
方
向
性
を
把
握
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
ち
ょ
う
ど
、
水
の
中
を
「
い
き
い
き
」
と
泳
ぐ
魚

が
、
そ
の
移
動
の
方
向
を
意
識
に
お
い
て
と
ら
え
て
い
る
よ
う
に
。

　

文
章
を
書
く
上
で
し
ば
し
ば
経
験
す
る
の
は
、
全
体
の
構
想
の
よ
う
な
も
の
が
「
ク（
注
９
）オ
リ
ア
」
と
し
て
把
握
で
き
る
ま
で
に
時
間
が
か
か
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
さ
え
で
き
れ
ば
、
後
は
自
動
書
記
の
よ
う
に
出
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。
書
き
出
し
さ
え
わ
か
れ
ば
、
続
き
の
文
章

は
脳
の
中
か
ら
生
成
さ
れ
て
く
る
。
あ
た
か
も
、
脳
の
中
に
「
Ｇ
Ｐ
Ｔ-

2
」
の
よ
う
な
言
語
生
成
の
モ
）
（注

（
注

ジ
ュ
ー
ル
が
あ
る
か
の
よ
う
に
。

　

発
話
の
「
し
ゃ
べ
り
出
し
」
は
、
そ
の
前
の
「
経
緯
」
や
「
文
脈
」
が
な
い
か
ら
こ
そ
意
義
の
あ
る
「
着
想
」
に
な
る
。
も
し
、
そ
こ
に
至

る
文
章
や
前
置
き
が
あ
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
続
き
の
文
字
列
を
生
み
出
す
こ
と
は
現
在
の
人
工
知
能
で
も
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
、「
一
発
目
」
の
文
章
生
成
こ
そ
が
、
意
識
を
持
つ
人
間
に
し
か
で
き
な
い
こ
と
で
あ
り
、「
い
き
い
き
」
と
し
た
生
物
な
ら
で

は
の
働
き
で
あ
る
。
意
識
の
役
割
は
、
発
話
の
「
イ
）
（（

（
注

ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
に
こ
そ
あ
る
。

　

文
章
だ
け
で
は
な
い
。
作
曲
家
は
、
し
ば
し
ば
、
あ
る
曲
の
構
想
を
瞬
時
に
把
握
す
る
こ
と
が
あ
る
。
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
は
、
作
曲
に
か
か
っ

Ｄ
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て
い
た
時
間
と
そ
の
質
か
ら
、
曲
の
構
想
を
ま
ず
は
意
識
の
中
で
全
体
像
と
し
て
把
握
し
て
、
そ
の
後
に
作
曲
を
進
め
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
は
、
作
曲
の
際
、
曲
全
体
の
有
機
的
な
構
成
を
一
つ
の
「
ク
オ
リ
ア
」
と
し
て
意
識
の
中
で
把
握
し
、
そ
れ
を
作
曲
行
為
の

中
で
「
展
開
」
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
多
く
の
情
報
を
圧
縮
し
て
意
識
に
の
ぼ
ら
せ
る
こ
と
の
で
き
る
「
ク
オ
リ
ア
」
の
働
き
で
あ
る
。

（
茂も

木ぎ

健け
ん

一い
ち

郎ろ
う

『
ク
オ
リ
ア
と
人
工
意
識
』
に
よ
る
）

（
注
）
1

チ
ュ
ー
リ
ン
グ
マ
シ
ン

―
ど
ん
な
計
算
も
可
能
と
す
る
仮
想
的
な
計
算
機
。

2

フ
ロ
イ
ト

―
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
（
一
八
五
六
～
一
九
三
九
）。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
精
神
科
医
。

3

エ
ン
タ
メ

―
「
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
」
の
略
語
。

4

ス
マ
ー
ト
ス
ピ
ー
カ
ー

―
対
話
型
の
音
声
操
作
に
対
応
し
た
Ａ
Ｉ
ア
シ
ス
タ
ン
ト
機
能
を
持
つ
ス
ピ
ー
カ
ー
。

5

シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア

―
イ
ギ
リ
ス
の
劇
作
家
（
一
五
六
四
～
一
六
一
六
）。

6

川
端
康
成

―
小
説
家
、
文
芸
評
論
家
（
一
八
九
九
～
一
九
七
二
）。

7

夏
目
漱
石

―
小
説
家
、
評
論
家
、
英
文
学
者
（
一
八
六
七
～
一
九
一
六
）。

8

チ
ュ
ー
リ
ン
グ
・
テ
ス
ト

―
あ
る
機
械
が
「
人
間
的
」
で
あ
る
か
ど
う
か
を
、
人
が
判
定
す
る
テ
ス
ト
。

9

ク
オ
リ
ア

―
さ
ま
ざ
ま
な
感
覚
的
体
験
に
伴
う
あ
り
あ
り
と
し
た
質
感
の
こ
と
。
例
え
ば
「
赤
」
の
「
赤
ら
し
さ
」、
水
の
冷

た
さ
、
薔ば

薇ら

の
香
り
な
ど
を
指
す
。

10

モ
ジ
ュ
ー
ル

―
シ
ス
テ
ム
を
構
成
す
る
要
素
。

11

イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン

―
こ
こ
で
は
、「
開
始
、
何
か
の
始
ま
り
」
と
い
う
意
味
。
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問
1　

傍
線
部
ア
～
オ
の
漢
字
と
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
次
の
各
群
の
ａ
～
ｅ
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

ア
が 

1 

、
イ
が 

2 

、
ウ
が 

3 

、
エ
が 

4 

、
オ
が 

5 

 
 

 

ａ　

ケ
ン
ド
ウ
の
昇
段
試
験

 
 

 

ｂ　

ケ
ン
ビ
キ
ョ
ウ
で
観
察
す
る

ア　

シ
ン
ケ
ン　
　
　
　
　
ｃ　

ケ
ン
サ
結
果
を
分
析
す
る

 
 

 

ｄ　

生
命
ホ
ケ
ン
に
加
入
す
る

 
 

 

ｅ　

ケ
ン
シ
ュ
ウ
旅
行
に
参
加
す
る

 
 

 
ａ　

仕
事
で
セ
イ
カ
を
あ
げ
る

 
 

 
ｂ　

部
活
動
で
エ
ン
セ
イ
す
る

イ　

セ
イ
ギ
ョ　
　
　
　
　
ｃ　

試
合
で
セ
ン
セ
イ
点
を
あ
げ
る

 
 

 

ｄ　

飛
行
機
を
セ
イ
ゾ
ウ
す
る

 
 

 

ｅ　

社
内
の
セ
イ
エ
イ
を
集
め
る

 
 

 

ａ　

記
憶
が
セ
ン
メ
イ
に
よ
み
が
え
る

 
 

 

ｂ　

ゼ
ン
セ
ン
の
活
動
で
雨
が
降
る

ウ　

セ
ン
サ
イ　
　
　
　
　
ｃ　

セ
ン
パ
ク
な
考
え
を
改
め
る

 
 

 

ｄ　

思
想
の
ゲ
ン
セ
ン
を
た
ど
る

 
 

 

ｅ　

食
物
セ
ン
イ
を
摂
取
す
る
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ａ　

大
臣
の
キ
ョ
シ
ュ
ウ
が
注
目
さ
れ
る

 
 

 

ｂ　

車
の
キ
ョ
ジ
ュ
ウ
性
を
高
め
る

エ　

キ
ョ
ド
ウ　
　
　
　
　
ｃ　

ケ
ン
キ
ョ
な
振
る
舞
い
が
求
め
ら
れ
る

 
 

 

ｄ　

先
例
に
イ
キ
ョ
し
た
判
断
を
行
う

 
 

 

ｅ　

卒
業
式
を
キ
ョ
コ
ウ
す
る

 
 

 

ａ　

他
国
と
ド
ウ
メ
イ
を
結
ぶ

 
 

 

ｂ　

正
真
シ
ョ
ウ
メ
イ
の
愛

オ　

カ
ン
メ
イ　
　
　
　
　
ｃ　

ケ
ン
メ
イ
な
判
断
を
下
す

 
 

 
ｄ　

彼
の
発
言
に
キ
ョ
ウ
メ
イ
す
る

 
 

 

ｅ　

事
件
が
メ
イ
キ
ュ
ウ
入
り
す
る

問
2　

二
箇
所
の
空
欄 

①

 

に
は
、
共
通
す
る
こ
と
ば
が
入
る
。
空
欄
を
補
う
こ
と
ば
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の

う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は 

6 

ａ　

示
唆
に
富
ん
だ　
　
　
　
　

ｂ　

も
っ
と
も
ら
し
い　
　
　
　
　
ｃ　

創
造
性
に
あ
ふ
れ
た

ｄ　

人
間
味
の
あ
る　
　
　
　
　
ｅ　

つ
じ
つ
ま
の
あ
わ
な
い
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問
3　

傍
線
部
Ａ
「
そ
れ
は
私
た
ち
の
生
命
の
大
切
な
局
面
で
の
重
要
な
『
行
為
』
と
な
る
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
言
え
る
の
か
。

そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は 

7 

ａ　

人
間
の
発
す
る
言
葉
は
、
単
に
情
報
を
伝
搬
す
る
手
段
で
は
な
く
、
生
き
方
そ
の
も
の
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
寝
言
や
と
り
と

め
の
な
い
や
り
と
り
と
い
っ
た
無
意
識
下
の
も
の
で
も
人
格
が
反
映
さ
れ
て
い
る
か
ら
。

ｂ　

将
来
の
運
命
を
決
め
る
話
し
合
い
や
法
廷
に
お
け
る
証
言
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
一
つ
ひ
と
つ
の
言
葉
が
人
の
運
命
を

も
左
右
す
る
た
め
、
失
言
を
避
け
る
た
め
に
厳
密
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
求
め
ら
れ
る
か
ら
。

ｃ　

私
た
ち
の
行
為
は
、
関
係
性
を
重
視
す
る
人
間
社
会
に
お
い
て
他
者
に
様
々
な
影
響
を
与
え
て
い
る
た
め
、
た
と
え
無
意
識
の
う

ち
に
行
っ
た
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
生
じ
た
結
果
に
対
し
て
は
責
任
が
問
わ
れ
る
か
ら
。

ｄ　

意
識
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
お
い
て
発
せ
ら
れ
た
言
葉
は
、
私
た
ち
の
全
人
格
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
自
己
や
他
者
の

生
き
方
に
影
響
を
与
え
る
意
味
で
、
責
任
を
伴
う
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
ら
。

ｅ　

私
た
ち
は
、
お
互
い
に
会
話
を
交
わ
す
こ
と
で
、
相
手
の
思
考
や
感
性
の
し
な
や
か
さ
を
認
知
す
る
こ
と
が
で
き
、
互
い
の
人
格

を
尊
重
し
な
が
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
ら
。
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問
4　

傍
線
部
Ｂ
「
人
間
の
発
話
行
為
に
は
、『
コ
ン
フ
ァ
ビ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
』（confabulation

）
と
い
う
側
面
が
あ
る
。」
と
あ
る
が
、
筆
者

が
こ
こ
で
「
コ
ン
フ
ァ
ビ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
の
話
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
意
図
は
何
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

ａ
～
ｅ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は 

8 
ａ　

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
作
成
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
コ
ン
フ
ァ
ビ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
多
く
の
場
合
病
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
作
家

が
小
説
を
書
く
時
の
よ
う
な
創
造
的
な
も
の
も
あ
り
、
一
概
に
否
定
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
る
た
め
。

ｂ　

意
識
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
弱
ま
る
コ
ン
フ
ァ
ビ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
文
章
は
、
文
法
的
に
正
し
く
て
も
、
全

体
と
し
て
の
構
成
や
含
意
が
整
っ
て
い
な
い
た
め
、
発
話
者
に
対
す
る
責
任
が
問
え
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
。

ｃ　

コ
ン
フ
ァ
ビ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
局
所
的
に
見
れ
ば
意
味
が
通
り
、
文
法
的
に
も
正
し
い
が
、
全
体
と
し
て
の
構
成
に
は
整
合
性

が
な
く
、
焦
点
が
ぼ
や
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
う
え
で
意
識
の
役
割
に
つ
い
て
論
を
展
開
す
る
た
め
。

ｄ　

意
識
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
受
け
な
い
コ
ン
フ
ァ
ビ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
基
づ
く
作
品
は
、
精
神
分
析
の
対
象
に
は
な
る
が
、
全
体
と

し
て
は
退
屈
で
エ
ン
タ
メ
作
品
と
し
て
は
成
立
し
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
人
工
知
能
の
限
界
を
主
張
す
る
た
め
。

ｅ　

人
工
知
能
に
お
け
る
自
然
言
語
処
理
能
力
が
発
達
し
て
き
て
い
る
も
の
の
、
人
工
知
能
に
は
意
識
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
相
当
す
る

プ
ロ
セ
ス
が
な
い
た
め
、
コ
ン
フ
ァ
ビ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
機
能
を
持
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
た
め
。
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問
5　

傍
線
部
Ｃ
「
そ
の
よ
う
な
非
局
所
的
な
情
報
処
理
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
が
な
さ
れ
た
文
章
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て

最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は 

9 

ａ　

書
き
手
の
理
想
と
す
る
人
間
観
が
提
示
さ
れ
て
お
り
、
複
雑
な
内
容
が
豊
か
な
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

ｂ　

書
き
手
の
意
図
が
登
場
人
物
に
よ
っ
て
明
瞭
に
語
ら
れ
、
作
品
の
主
題
が
読
者
に
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。

ｃ　

全
体
の
内
容
に
対
し
て
内
部
矛
盾
が
生
じ
な
い
よ
う
に
、
文
法
の
み
な
ら
ず
前
後
の
文
の
関
係
が
詳
細
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。

ｄ　

文
章
全
体
の
方
向
性
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
整
合
性
が
保
た
れ
て
い
る
と
と
も
に
書
き
手
の
深
い
意
思
が
包
含
さ
れ
て
い
る
。

ｅ　

読
後
に
深
い
感
動
を
覚
え
る
よ
う
な
仕
掛
け
が
施
さ
れ
、
知
的
な
世
界
観
を
持
っ
た
人
間
の
姿
が
多
面
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。



― 12 ―

問
6　

傍
線
部
Ｄ
「『
一
発
目
』
の
文
章
生
成
こ
そ
が
、
意
識
を
持
つ
人
間
に
し
か
で
き
な
い
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
を
言
お
う

と
し
て
い
る
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は 

10 

ａ　

現
在
の
Ｇ
Ｐ
Ｔ-

2
は
書
き
出
し
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
機
能
し
な
い
と
は
い
う
も
の
の
、
書
き
出
し
が
与
え
ら
れ
れ
ば
そ
の
続

き
を
精
度
よ
く
生
み
出
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
、
人
工
知
能
に
関
す
る
技
術
が
進
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
。

ｂ　

人
間
の
持
つ
「
ク
オ
リ
ア
」
の
働
き
を
解
明
し
て
人
工
知
能
に
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
文
章
全
体
を
一
つ
の
有
機
的
な
作

品
と
し
て
構
成
し
、
含
蓄
の
あ
る
内
容
を
創
作
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
に
ち
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
。

ｃ　

作
品
全
体
を
貫
く
「
構
想
」
や
「
方
向
性
」
を
書
き
出
し
の
部
分
に
表
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
意
識
の
領
分
に
お
い
て
多
く
の

情
報
を
圧
縮
し
、
こ
れ
を
意
識
に
の
ぼ
ら
せ
る
「
ク
オ
リ
ア
」
の
働
き
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
。

ｄ　

発
話
の
「
し
ゃ
べ
り
出
し
」
は
、
そ
の
前
の
「
経
緯
」
や
「
文
脈
」
が
な
い
か
ら
こ
そ
意
義
の
あ
る
「
着
想
」
と
し
て
評
価
さ
れ

て
い
る
が
、
全
体
の
構
想
を
「
ク
オ
リ
ア
」
と
し
て
把
握
し
、
発
話
す
る
ま
で
に
は
随
分
時
間
が
か
か
る
と
い
う
こ
と
。

ｅ　

「
い
き
い
き
」
と
し
た
人
間
味
あ
ふ
れ
る
作
品
を
創
り
あ
げ
る
た
め
に
は
、
作
曲
の
場
合
と
同
様
に
、
書
き
始
め
る
前
に
時
間
を

か
け
て
練
り
上
げ
た
構
想
に
基
づ
き
、
忠
実
に
具
現
化
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
。
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問
7　

次
に
掲
げ
る
の
は
、
波
線
部
「
人
工
知
能
が
チ
ュ
ー
リ
ン
グ
・
テ
ス
ト
に
合
格
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
、
本
質
的
な

論
点
が
立
ち
現
れ
る
」
に
つ
い
て
、
生
徒
た
ち
が
意
見
を
述
べ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
本
文
の
趣
旨
と
異
な
る
発
言
を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の

う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は 

11 
ａ　

生
徒
Ａ

―
人
工
知
能
の
発
達
に
伴
っ
て
、「
人
間
」
を
ど
う
と
ら
え
る
か
と
い
う
こ
と
自
体
が
変
化
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
あ

る
機
械
が
人
間
的
か
ど
う
か
を
評
価
す
る
チ
ュ
ー
リ
ン
グ
・
テ
ス
ト
の
合
否
は
評
価
設
定
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
よ
ね
。

ｂ　

生
徒
Ｂ

―
人
工
知
能
も
コ
ン
フ
ァ
ビ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
な
ら
ば
可
能
で
、
部
分
的
に
は
整
合
性
が
と
れ
て
、
文
法
的
に
は
正
し
い

文
が
作
れ
る
の
だ
か
ら
、
短
い
も
の
な
ら
ば
人
間
も
見
分
け
ら
れ
ず
、
合
格
す
る
可
能
性
が
高
い
か
も
し
れ
な
い
よ
。

ｃ　

生
徒
Ｃ

―
進
化
を
続
け
て
い
る
今
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
、人
間
が
話
し
た
り
書
い
た
り
し
た
内
容
の
膨
大
な
デ
ー
タ
を
統
計
的

に
学
習
処
理
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
人
間
の
意
識
を
反
映
し
て
い
る
と
言
え
る
よ
ね
。

ｄ　

生
徒
Ｄ

―
現
状
の
人
工
知
能
が
生
成
す
る
文
章
は
、
意
味
の
焦
点
が
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
、
目
的
が
見
え
て
こ
な
い
。
全
体

の
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
し
て
何
か
お
か
し
い
と
い
っ
た
よ
う
な
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
印
象
が
出
て
く
る
と
予
想
さ
れ
る
よ
ね
。

ｅ　

生
徒
Ｅ

―
も
し
、「
全
体
の
方
向
性
を
決
め
る
」
と
い
う
よ
う
な
レ
ベ
ル
で
認
知
、
判
別
を
す
る
な
ら
ば
、
意
識
に
あ
た
る
も

の
を
実
装
し
て
い
な
い
現
状
の
人
工
知
能
で
は
、
チ
ュ
ー
リ
ン
グ
・
テ
ス
ト
に
合
格
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
よ
。
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問
8　

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は 

12 

ａ　

リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
の
や
り
と
り
を
通
し
て
相
手
の
思
考
や
感
性
を
感
じ
取
る
発
話
は
、
い
き
い
き
と
し
た
生
命
プ
ロ
セ
ス
の
現
れ

で
あ
り
、
そ
の
本
質
を
数
学
的
に
解
析
す
る
と
い
う
手
法
で
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ｂ　

人
間
が
眠
っ
て
い
る
時
に
は
様
々
な
夢
を
見
る
が
、
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
生
み
出
さ
れ
る
過
程
は
意
識
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
受
け

て
い
な
い
の
で
、
真
理
を
追
究
す
る
科
学
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ｃ　

人
工
知
能
に
よ
る
自
然
言
語
処
理
の
プ
ロ
セ
ス
で
行
わ
れ
て
い
る
言
葉
の
意
味
の
解
析
は
、
人
間
の
意
識
の
解
明
に
繋
が
る
も
の

で
あ
り
、
こ
の
研
究
が
ス
マ
ー
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
の
開
発
と
改
善
に
活
か
さ
れ
て
い
る
。

ｄ　

現
在
よ
り
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
処
理
能
力
が
向
上
し
、
Ｇ
Ｐ
Ｔ-

2
の
背
後
に
あ
る
統
計
的
な
学
習
則
を
深
化
さ
せ
て
い
け
ば
、
優

れ
た
作
家
が
創
作
す
る
よ
う
な
含
蓄
を
有
す
る
作
品
が
生
み
出
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
。

ｅ　

音
楽
は
、
小
説
と
比
較
す
る
と
創
作
に
時
間
を
必
要
と
し
な
い
た
め
、
全
体
の
構
想
を
意
識
の
中
で
把
握
す
る
こ
と
も
比
較
的
容

易
で
あ
り
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
に
至
っ
て
は
こ
れ
を
瞬
時
に
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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第
二
問　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問
1
～
8
）
に
答
え
よ
。

　

あ
た
り
ま
え
だ
が
、
芸
術
と
自
然
と
の
関
係
は
深
い
。
こ
れ
を
第
一
歩
か
ら
観
察
す
る
と
、
ま
ず
、
幼
児
に
筆
や
ク
レ
ヨ
ン
を
持
た
せ
る
と
、

き
ま
っ
て
ぐ
る
ぐ
る
と
不
定
の
円
を
画か

く
そ
う
で
あ
る
。〈
も
ち
ろ
ん
、
幼
児
は
意
識
し
て
そ
う
画
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
初
歩
的
な
手
の

筋
肉
運
動
を
印し
る

し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。〉

　

と
こ
ろ
で
、
そ
う
い
う
手
が
、
や
が
て
線
を
引
き
、
円
を
画
き
、
ま
た
そ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま
な
組
み
合
わ
せ
を
画
く
よ
う
に
な
る
の
は
、
こ
れ

ま
た
あ
た
り
ま
え
だ
が
、
外
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
目
が
そ
れ
を
手
に
教
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
原
理
は
、
芸
術
家
に
お
い
て
も
同
様
で
、
た
と
え
ば
画
家
の
素
質
が
、
絵
を
画
き
始
め
る
の
も
、
彼
の
目
が
、
先
人
の
絵
を
知
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
う
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
目
の
前
に
あ
る
花
を
み
て
、
突
然
絵
心
が
開
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
花
を
画
い
た
絵
を
見
る

こ
と
に
よ
っ
て
目
を
開
く
。
更
に
い
え
ば
、
そ
れ
ま
で
単
に
目
に
映
っ
て
い
た
花
が
、
そ
の
と
き
は
じ
め
て
「
見
え
て
く
る
」
と
い
う
関
係
に

入
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
う
し
て
開
か
れ
た
目
が
、
そ
の
ま
ま
す
ら
す
ら
と
彼
を
導
い
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
あ
た
り
に
、
素
人

画
家
と
本
物
の
目
の
岐わ
か

れ
道
が
あ
る
の
だ
が
、
も
と
も
と
天
性
の
画
家
た
ち
は
、
美
に
対
す
る
深
い
欲
望
を
も
っ
て
い
て
、
一
旦
開
か
れ
た
目

は
、
お
の
ず
か
ら
「
見
方
」
に
お
け
る
修
業
を
積
み
重
ね
て
い
く
と
い
う
方
向
に
進
ん
で
い
く
。

　

こ
れ
を
セ（
注
１
）ザ

ン
ヌ
に
振
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
第
一
歩
に
お
け
る
ド（
注
２
）ラ

ク
ロ
ア
、
ド（
注
３
）ー

ミ
エ
、
ク
（
注
４
）ー

ル
ベ
へ
のア
傾
倒
が
あ
り
、
続
く
時
期
に

印
象
派
と
の
出で

会あ
い

が
あ
っ
た
。
こ
の
関
係
は
、
い
わ
ば
前
者
に
お
け
る
「
時
代
を
超
え
た
見
方
」
へ
の
修
練
、
後
者
に
お
け
る
「
同
時
代
の
見

方
へ
の
認
識
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
ほ
か
、
も
ち
ろ
ん
さ
ま
ざ
ま
に
外
界
か
ら
押
し
よ
せ
る
波
が
セ
ザ
ン
ヌ
に
働
き
か
け
、

セ
ザ
ン
ヌ
も
ま
た
、
そ
れ
ら
に
さ
ま
ざ
ま
に
対
応
し
た
に
相
違
な
い
。

　

こ
れ
を
、
一
言
に
影
響
と
片
づ
け
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
影
響
と
は
、
し
ば
し
ば
人
が
考
え
る
よ
う
な
、
単
な
る
模
倣
で
も
、
技
と

Ａ

Ｂ
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い
う
絆き
ず
な

で
結
ば
れ
て
い
る
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
個
性
や
独
創
は
、
自
ら
の
内
面
を
ま
さ
ぐ
る
こ
と
や
観
念
的
考
察
、

あ
る
い
は
意
識
的
行
動
に
よ
っ
て
め
ぐ
り
合
え
る
質
の
も
の
で
は
な
く
、
外
界
と
の
出
会
と
い
う
、
そ
の
現
実
の
場
に
お
け
る
取
捨
選
択
に
よ

っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
く
。
影
響
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
必
要
手
段
で
、
強
健
な
芸
術
家
に
お
い
て
、
そ
れ
は
自
ら
を
見
つ
け
る
た
め
の
不
可
欠

な
手
段
な
の
で
あ
る
。
セ
ザ
ン
ヌ
も
、
思
う
に
そ
の
よ
う
に
し
て
、
定
か
に
知
る
こ
と
の
な
か
っ
た
自
分
自
身
、
彼
と
他
を
頒わ

か
つ
そ
の
天
性

へ
の
認
識
を
、
具
体
的
に
「
見
方
」
と
い
う
形
で
確
認
し
て
い
っ
た
に
相
違
な
い
。

　

従
っ
て
ま
た
、
画
家
の
手
腕
、
そ
の
文
字
通
り
「
手
」
の
領
域
に
属
す
も
の
は
、
彼
の
目
に
従
っ
て
い
る
。
も
と
も
と
、
彼
の
見
方
に
属
さ

ぬ
も
の
を
、「
手
」
が
所
有
す
る
わ
け
が
な
く
、
か
り
に
「
手
」
が
そ
れ
を
知
っ
て
い
て
も
、
目
が
整
理
し
て
い
く
。
ひ
る
が
え
せ
ば
、
手
が
雑

多
な
財
産
を
所
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、「
見
方
」
に
お
い
て
定
ま
っ
て
い
な
い
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
「
見
方
」
そ
の
も
の
が
初
め
っ
か
ら

無
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
の
目
に
従
う
こ
と
の
な
い
手
は
、
画
家
の
手
と
は
い
え
ず
、
か
り
に
目
が
、
ど
ん
な
に
高
い
と
こ
ろ
を
望
見
し
て

い
る
つ
も
り
で
も
、
手
に
そ
れ
を
教
え
る
こ
と
の
出
来
な
い
目
は
、
ま
だ
画
家
の
目
と
は
い
え
な
い
。

　

し
か
し
、
芸
術
が
苦
境
に
追
い
込
ま
れ
た
時
代
に
は
、
芸
術
は
、
し
ば
し
ば
外
界
と
の
断
絶
を
企
て
る
。
芸
術
に
そ
う
い
う
性
質
が
あ
る
と

い
う
こ
と
を
、
幾
多
の
現
象
に
よ
っ
て
今
世
紀
が
物
語
っ
て
い
る
が
、
そ
の
一
人
、
た
と
え
ば
ポ（
注
５
）ロ
ッ
ク
は
、
外
界
と
の
か
か
わ
り
を
断
っ
て

ア（
注
６
）ク
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
に
走
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
加（

注
７
）藤

周
一
の
次
の
よ
う
な
指
摘
を
あ
げ
て
お
く
。

　

ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
ポ
ロ
ッ
ク
は
、
そ
の
意
味
で
も
っ
と
も
自
由
自
在
に
腕
を
揮ふ
る

っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
が
、
彼
の
場
合
に
は
、
彼
自
身
の

絵
が
い
つ
も
同
じ
よ
う
な
、
ほ
と
ん
ど
相
互
に
区
別
し
難
い
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
俗
に
ポ
ロ
ッ
ク
は
ゆ
き
づ
ま
っ
て
、
自
殺
し
た
、

と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
ゆ
き
づ
ま
り
」
が
問
題
に
な
り
得
る
の
は
、
人
間
の
考
え
や
、
工
夫
や
、
本
来
発
展
性
の
あ
り
得
る
も
の

に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
。
自
由
自
在
に
ふ
り
廻ま
わ

す
腕
の
動
き
に
は
、
は
じ
め
か
ら
発
展
の
可
能
性
が
な
い
。
そ
の
運
動
は
、
腕
の
関
節
の
解

剖
・
生
理
学
的
条
件
と
、
た
か
だ
か
当
人
の
気
分
に
よ
っ
て
決き
ま

る
。
解
剖
・
生
理
学
的
条
件
は
、
変か
わ

ら
な
い
。
当
人
の
気
分
は
、
変
る
が
、

Ｃ
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発
展
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
ア
ク
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
」
が
行
き
づ
ま
っ
た
、
と
い
う
の
は
、
意
味
を
な
さ
な

い
。
行
き
づ
ま
っ
た
の
で
は
な
く
、「
ア
ク
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
」
の
理
論
は
、
ま
ち
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ポ
ロ
ッ
ク
に
見
る
よ
う
な
前
衛
的
行
動
は
、
か
つ
て
の
日
本
の
芸
の
世
界
に
は
無
縁
の
こ
と
だ
っ
た
。
こ
れ
を
歴
史
に
振
り
か
え
っ
て
み
れ

ば
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
や
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
経
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
生
き
方
と
、
日
本
の
生
き
方
の
相
違
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

も
と
も
と
、
日
本
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
流
の
「
自
我
」
は
な
く
、
あ
っ
た
の
は
た
だ
「
我
」
だ
け
で
あ
る
。
試
み
に
こ
れ
を
『
広
辞
苑
』
に

求
め
る
と
、「
我
」
と
は
、「
思
う
所
を
い
い
張
っ
て
人
の
言
に
従
わ
ぬ
こ
と
」、「
我
意
」、「
き
ま
ま
」
と
あ
る
。
当
然
、
封
建
社
会
に
お
い
て
、

「
我
」
と
は
ほ
か
で
も
な
く
社
会
へ
の
挑
戦
を
意
味
し
、
諸
芸
に
お
い
て
も
、「
我
流
」、「
自
己
流
」
の
概
念
を
形
づ
く
っ
て
、
排
斥
、
嘲
笑
の

対
象
と
な
っ
た
。

　

一
方
、
こ
れ
も
『
広
辞
苑
』
に
よ
れ
ば
、「
自
我
」
と
は
、「
意
識
者
が
他
の
意
識
者
及
び
対
象
（
非
我
）
か
ら
自
ら
を
区
別
す
る
称
」、「
諸

体
験
ま
た
は
諸
作
用
の
主
体
的
統
一
の
契
機
」
と
い
う
哲
学
的
意
味
と
、「
自
分
自
身
に
関
す
る
各
個
人
の
意
識
ま
た
は
観
念
」
と
い
う
心
理
的

意
味
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
こ
の
関
係
を
、
作
曲
家
の
場
合
に
置
い
て
考
え
て
み
る
と
、
彼
に
と
っ
て
の
「
自
我
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
彼
の
音
楽
に
形

を
と
っ
て
現あ

ら

わ
れ
る
。
こ
の
具
体
化
は
、
も
ち
ろ
ん
彼
の
音
楽
を
他
の
一
切
の
音
楽
と
区
別
す
る
品
質
の
も
の
に
よ
っ
て
約
束
さ
れ
、
そ
の
品

質
は
、
彼
の
感
性
と
、
そ
れ
故
に
彼
が
必
要
と
す
る
技
に
よ
っ
て
、
音
そ
の
も
の
に
形
を
と
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
確
立
に
は
、
他
の
作
曲
家
及
び
他
の
音
楽
が
深
く
か
か
わ
っ
て
く
る
。〈
あ
た
り
ま
え
だ
が
、
他
者
が
あ
る
か
ら
自
我
が
生う
ま

れ

る
。〉
そ
こ
で
お
の
ず
か
ら
、
他
に
対
す
る
彼
固
有
の
選
択
が
生
じ
、
彼
に
と
っ
て
問
題
外
の
他
者
は
、
対
象
か
ら
外
さ
れ
、
彼
に
と
っ
て
の
古

典
、
及
び
、イ
是
非
な
く
、
同
時
代
が
彼
に
提
供
す
る
問
題
に
彼
の
視
点
が
絞
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

次
に
、
そ
う
し
て
選
択
さ
れ
た
他
者
及
び
対
象
に
対
す
る
彼
の
態
度
は
、
前
者
、
古
典
に
対
し
て
は
、
古
典
の
高
さ
、
あ
る
い
は
深
さ
を
指
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向
す
る
自
ら
の
手
に
よ
る
達
成
、
と
い
う
形
を
と
る
。
一
方
、
同
時
代
に
対
し
て
は
、
同
時
代
が
共
有
す
る
問
題
の
、
自
分
自
身
の
手
に
よ
る

解
明
と
い
う
形
を
と
る
。〈
当
然
、
そ
れ
ら
の
解
明
は
単
一
で
は
な
く
、
と
き
に
同
時
代
の
常
識
を
超
越
す
る
こ
と
も
起
こ
り
得
る
。〉

　

従
っ
て
、「
自
我
」
の
心
理
的
意
味
、「
自
分
自
身
に
関
す
る
各
個
人
の
意
識
ま
た
は
観
念
」
と
は
、
ほ
か
で
も
な
く
、「
他
を
認
識
す
る
必

要
」
か
ら
生
じ
る
自
分
自
身
へ
の
意
識
ま
た
は
観
念
の
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
意
識
ま
た
は
観
念
に
よ
っ
て
、
自
他
の

認
識
に
達
し
よ
う
と
す
る
態
度
が
も
た
ら
し
た
精
神
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、「
自
我
」
と
は
、
し
ば
し
ば
間
違
え
ら
れ
る
よ
う
な
、
閉

ざ
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
認
識
手
段
と
し
て
の
必
要
か
ら
、
本
来
、
開
か
れ
た
素
質
の
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
芸
術
は
、
現
代
に
向
か
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
自
我
の
確
立
に
向
か
っ
て
歩
ん
で
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
営
み
の
性
格
か
ら
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
芸
術
は
、
個
性
的
展
開
が
つ
く
り
出
す
限
り
な
い
増
殖
的
な
歴
史
を
形
づ
く
る
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
展
開
は
、

あ
る
極
限
に
達
し
た
と
き
、
伝
統
の
引
力
圏
外
へ
の
拡
大
化
を
行
い
、
芸
術
そ
の
も
の
の
枠
を
破
り
得
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
ポ
ロ
ッ

ク
は
、
ア
ク
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
の
理
論
に
よ
っ
て
、
絵
画
が
蓄
積
し
て
き
た
技
一
切
を
捨
て
て
、
伝
統
の
圏
外
に
立
っ
た
。
そ
し
て

そ
の
と
き
、
彼
の
自
我
は
、
時
代
意
識
と
面
つ
き
合
わ
せ
た
ま
ま
、
閉
ざ
さ
れ
た
状
態
に
入
る
。

　

美
は
つ
ね
に
個
性
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
我
の
意
識
を
所
有
し
な
か
っ
た
日
本
の
芸
の
世
界
で
は
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
育
て
あ
げ
た
よ

う
な
個
性
や
独
創
の
意
識
を
持
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
結
論
を
さ
き
に
い
え
ば
、
日
本
の
芸
術
家
た
ち
は
、
自
我
の
確
立
か
ら
で
は
な
く
、
我

の
抹
殺
と
い
う
入
口
か
ら
美
の
世
界
に
入
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
日
本
の
芸
道
で
ま
ず
大
切
に
さ
れ
る
の
は
、「
筋
の
よ
さ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
の
「
筋
」
と
は
、
あ
た
り
ま
え
だ

が
「
素
質
」
の
意
。
そ
し
て
、「
素
質
の
よ
さ
」
と
は
、
こ
れ
も
あ
た
り
ま
え
だ
が
、
鍛
錬
に
よ
っ
て
い
か
よ
う
に
も
伸
び
て
い
く
「
素
直
な
生

れ
つ
き
」
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
そ
う
い
う
素
質
に
影
を
落
と
す
か
も
知
れ
な
い
「
血
筋
」
が
、
二
義
的
な
意
味
合あ

い

の
も
の
と
し
て

「
筋
」
に
付
随
す
る
の
が
本
来
で
あ
る
。

Ｄ
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け
れ
ど
も
反
面
、「
無
く
て
七
癖
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
誰
し
も
癖
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
筋
の
よ
さ
」
と
い
え
ど
も
例
外
で

は
あ
る
ま
い
。
と
こ
ろ
で
、「
癖
者
」、「
曲く
せ

者も
の

」
で
は
、
芸
の
仲
間
ど
こ
ろ
か
、
人
間
の
仲
間
入
り
も
出
来
か
ね
る
。
当
然
、
師
匠
は
弟
子
の
い

か
な
る
癖
も
見
逃
す
こ
と
な
く
叩た
た

く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。「
我
」
の
抹
殺
に
始
ま
る
日
本
の
芸
道
の
修
業
は
、
具
体
的
に
は
そ
の
よ
う
な
形
を

と
っ
て
踏
み
出
す
の
で
あ
る
。

　

実
際
、
癖
は
他
人
に
気
に
か
か
る
。
け
れ
ど
も
、
自
ら
戒
め
て
も
つ
い
表
に
出
て
し
ま
う
。
治
そ
う
に
も
な
か
な
か
治
せ
ぬ
と
い
う
厄
介
な

性
質
で
、
そ
う
い
う
癖
を
も
と
に
し
た
落
語
ま
で
あ
る
が
、
さ
て
、
そ
れ
を
高
座
で
噺は
な

す
噺は
な
し

家か

に
も
癖
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
名
人
と
い
わ
れ

る
人
た
ち
は
、
決
し
て
癖
を
癖
と
思
わ
せ
な
い
。
こ
の
秘
密
は
、
ほ
か
で
も
な
く
、
そ
れ
が
鍛
え
抜
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま

り
、
師
匠
に
癖
を
叩
か
れ
、
自
ら
も
そ
れ
を
叩
き
、
そ
う
い
う
永
い
修
業
の
あ
げ
く
、
癖
は
、
そ
の
人
に
し
か
求
め
ら
れ
な
い
品
質
の
も
の
、

す
な
わ
ち
「
味
」、「
持
ち
味
」
に
か
わ
る
の
で
あ
る
。

　

古
来
、
名
人
達
人
と
い
わ
れ
る
人
た
ち
は
、
必
ず
欠
点
を
長
所
に
か
え
る
秘ひ

訣け
つ

を
心
得
て
い
る
も
の
だ
。
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
流
の
「
個
性
」

に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
は
ず
で
、
試
み
に
、
個
性
を
こ
の
よ
う
な
日
本
的
観
点
か
ら
眺
め
る
と
、
や
は
り
「
磨
か
れ
た
そ
の
人
固
有

の
も
の
」
と
い
う
こ
と
に
落
ち
つ
い
て
い
く
の
で
あ
る
。〈
当
然
、
磨
か
れ
ざ
る
そ
れ
は
、
単
に
癖
や
欠
点
を
丸
出
し
に
し
た
も
の
に
過
ぎ
な

い
。〉

　

し
か
し
、
到
着
点
は
同
じ
で
も
、
美
の
世
界
へ
の
入
口
の
相
違
は
、
芸
術
の
性
格
や
あ
り
よ
う
を
相
違
さ
せ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に

触
れ
た
通
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
自
我
の
確
立
は
、
芸
術
に
多
様
な
個
性
的
展
開
を
促
し
、
現
代
に
至
っ
た
。
け
れ
ど
も
日
本
の
「
伝
承
」

は
、
そ
の
集
約
的
性
格
に
従
っ
て
、
芸
と
個
性
の
完
成
を
、
集
約
的
に
導
い
て
い
く
。
そ
し
て
、
こ
の
相
違
は
ま
た
、
前
者
に
個
へ
の
意
識
と

と
も
に
時
代
意
識
を
も
た
ら
し
、
一
方
、
日
本
の
芸
に
お
い
て
は
、
様
式
の
完
成
と
と
も
に
、
そ
の
ま
ま
古
典
芸
能
と
し
て
の
芸
の
形
態
に
移

行
す
る
性
質
を
授
け
た
。

　

こ
の
日
本
的
性
格
を
も
う
一
押
し
す
れ
ば
、「
我
」
の
抹
殺
を
指
向
す
る
芸
に
と
っ
て
、
伝
承
と
い
う
形
態
は
、
個
性
へ
の
日
本
的
練
磨
手
段

Ｅ
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と
し
て
ま
こ
と
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
元
来
、
伝
承
と
は
、
単
な
る
「
受
け
つ
ぎ
、
受
け
わ
た
す
」
と
い

う
機
械
的
な
意
味
で
も
、「
形
に
は
め
る
」、「
形
に
は
ま
る
」
と
い
う
形
骸
的
な
意
味
合
の
も
の
で
も
な
く
、
ま
し
て
「
し
き
た
り
」
や
「
約
束

事
」
の
概
念
に
通
じ
る
も
の
で
も
な
い
。
い
わ
ば
伝
承
は
、
精
神
に
お
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
の
意
に
通
じ
、
そ
の
芸
に
ま
さ
に
適
切
な
美

を
手
に
入
れ
る
場
所
を
照て
ら

し
出
す
光
の
役
目
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
そ
の
精
神
に
至
る
道
順
の
相
違
は
当
然
で
、
こ
れ
を
芭
蕉
の
言
葉
、「
不（
注
８
）易

流
行
」
を
借
り
て
い
え
ば
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
巨
匠
た
ち
は
、
流
行

―
そ
の
移
り
変
る
も
の

―
の
中
に
身
を
置
い
て
、
伝
統

―
そ
の
不
易
な
も
の

―
を
手
に
し
、
日
本

の
名
人
達
人
た
ち
は
、
伝
承
と
い
う
不
易
な
も
の
に
足
を
ふ
ん
ま
え
て
、
移
り
行
く
時
代
の
中
に
生
き
る
と
い
う
生
き
方
に
な
る
。

　

一
例
を
、
能
に
と
る
と
、
能
は
、
そ
の
完
成
を
武
家
や
貴
族
の
生
活
を
自
然
と
し
て
手
に
入
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
完
成
の
あ
と
、
そ
れ
ら

の
階
層
は
消
失
し
、
あ
る
い
は
変
化
し
て
、
自
ら
の
自
然
を
喪
失
す
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
古
典
は
、
時
代
を
超
越
す
る
普
遍
性
の
獲
得
に

お
い
て
、
そ
の
生
命
を
完
全
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
然
、
能
役
者
た
ち
は
そ
の
生
命
を
信
じ
、
か
つ
て
の
名
人
達
人
た
ち
が
残
し
た
「
芸

の
集
成
」
そ
の
も
の
の
中
に
自
然
を
見
る
。
従
っ
て
、
練
達
し
た
能
役
者
た
ち
は
、ウ
恰あ

た
か

も
眼
前
の
自
然
を
前
に
し
て
自
ら
を
形
成
す
る
芸
術

家
た
ち
と
同
様
、「
伝
承
」
そ
の
も
の
を
自
然
と
し
て
、
自
ら
の
完
成
に
向
か
う
の
で
あ
る
。

―
思
う
に
、
古
典
芸
能
の
極
意
は
、
そ
の
あ

た
り
に
あ
る
。

 

（
小お

倉ぐ
ら　

朗ろ
う

『
日
本
の
耳
』
に
よ
る
）

（
注
）
1　

セ
ザ
ン
ヌ

―
後
期
印
象
派
を
代
表
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
画
家
（
一
八
三
九
～
一
九
〇
六
）。

2　

ド
ラ
ク
ロ
ア

―
ロ
マ
ン
派
を
代
表
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
画
家
（
一
七
九
八
～
一
八
六
三
）。

3　

ド
ー
ミ
エ

―
写
実
主
義
の
先
駆
的
な
位
置
を
占
め
る
フ
ラ
ン
ス
の
画
家
、
版
画
家
（
一
八
〇
八
～
一
八
七
九
）。

4　

ク
ー
ル
ベ

―
近
代
写
実
主
義
を
代
表
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
画
家
（
一
八
一
九
～
一
八
七
七
）。

Ｆ
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5　

ポ
ロ
ッ
ク

―
ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
ポ
ロ
ッ
ク
（
一
九
一
二
～
一
九
五
六
）。
抽
象
表
現
主
義
を
代
表
す
る
ア
メ
リ
カ
の
画
家
。

6　

ア
ク
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ

―
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
中
心
に
し
て
起
こ
っ
た
抽
象
表
現
主
義
。

7　

加
藤
周
一

―
日
本
の
評
論
家
（
一
九
一
八
～
二
〇
〇
八
）。
引
用
は
、
加
藤
周
一
著
『
称
心
独
語
』（
新
潮
社
）
五
八
頁
よ
り
。

8　
 

不
易
流
行

―
不
変
的
な
本
質
（
不
易
）
を
、
新
し
み
を
求
め
て
絶
え
ず
変
化
す
る
こ
と
（
流
行
）
の
中
に
見
出
す
こ
と
を
解
い

た
松
尾
芭
蕉
と
そ
の
一
門
の
俳
諧
の
用
語
。
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問
1　

傍
線
部
ア
～
ウ
の
本
文
中
に
お
け
る
こ
と
ば
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の
ａ
～
ｅ
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一

つ
ず
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は
ア
が 

13 

、
イ
が 

14 

、
ウ
が 

15 

 
 

 

ａ　

夢
中
に
な
る
こ
と

 
 

 

ｂ　

指
導
す
る
こ
と

ア　

傾
倒　
　
　
　
　
　
　
ｃ　

一
部
を
改
め
て
正
す
こ
と

 
 

 

ｄ　

気
づ
く
こ
と

 
 

 

ｅ　

不
快
な
気
持
ち
を
も
つ
こ
と

 
 

 
ａ　

思
っ
た
と
お
り
に

 
 

 
ｂ　

決
め
ら
れ
た
物
事
を
か
え
て

イ　

是
非
な
く　
　
　
　
　
ｃ　

当
然
の
こ
と
と
し
て

 
 

 

ｄ　

誤
っ
て
い
た
と
し
て
も

 
 

 

ｅ　

要
点
を
把
握
し
て

 
 

 

ａ　

ぼ
ん
や
り
と

 
 

 

ｂ　

ち
ょ
う
ど

ウ　

恰
も　
　
　
　
　
　
　
ｃ　

は
な
は
だ

 
 

 

ｄ　

と
り
あ
え
ず

 
 

 

ｅ　

い
つ
で
も
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問
2　

傍
線
部
Ａ
「
目
が
そ
れ
を
手
に
教
え
る
の
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、

次
の
ａ
～
ｅ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は 

16 

ａ　

手
が
初
歩
的
な
筋
肉
運
動
に
よ
っ
て
描
く
過
程
を
、
目
が
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

ｂ　

目
が
外
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
知
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
手
が
そ
の
形
を
描
く
よ
う
に
な
る
こ
と
。

ｃ　

手
が
線
や
円
の
組
み
合
わ
せ
を
描
く
た
め
に
、
目
が
外
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
確
認
す
る
こ
と
。

ｄ　

手
が
さ
ま
ざ
ま
な
線
や
円
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
目
が
外
界
の
形
を
理
解
す
る
こ
と
。

ｅ　

目
が
先
人
の
絵
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
手
が
線
や
円
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
。
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問
3　

傍
線
部
Ｂ
「
お
の
ず
か
ら
『
見
方
』
に
お
け
る
修
業
を
積
み
重
ね
て
い
く
と
い
う
方
向
に
進
ん
で
い
く
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
い

う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は 

17 

ａ　

天
性
の
画
家
た
ち
は
、
時
代
を
超
え
た
見
方
へ
の
修
練
や
同
時
代
の
見
方
へ
の
認
識
を
行
い
、
外
界
か
ら
の
働
き
か
け
に
対
応
す

る
こ
と
で
、
個
性
や
独
創
を
確
認
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
。

ｂ　

天
性
の
画
家
た
ち
は
、
先
人
の
絵
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
に
目
に
映
っ
て
い
た
も
の
が
絵
の
対
象
と
し
て
「
見
え
て
く
る
」

よ
う
に
な
り
、
個
性
的
な
見
方
へ
と
導
か
れ
る
と
い
う
こ
と
。

ｃ　

天
性
の
画
家
た
ち
は
、
外
界
か
ら
押
し
寄
せ
る
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
に
影
響
を
受
け
、
そ
れ
ら
に
一
つ
一
つ
対
応
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
絵
を
描
く
素
質
が
開
花
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
。

ｄ　

天
性
の
画
家
た
ち
は
、
自
ら
の
内
面
を
ま
さ
ぐ
る
こ
と
や
観
念
的
考
察
や
意
識
的
行
動
に
よ
っ
て
、
個
性
や
創
造
に
つ
な
が
る
見

方
に
め
ぐ
り
合
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
。

ｅ　

天
性
の
画
家
た
ち
は
、
美
に
対
す
る
深
い
欲
望
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
模
倣
や
技
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
の
場
に

お
け
る
見
方
の
取
捨
選
択
が
行
え
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
。
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問
4　

傍
線
部
Ｃ
「
こ
れ
に
つ
い
て
、
加
藤
周
一
の
次
の
よ
う
な
指
摘
を
あ
げ
て
お
く
。」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
加
藤
は
ど
う
い
う
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は 

18 

ａ　

ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
ポ
ロ
ッ
ク
の
推
し
進
め
た
ア
ク
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
は
、
解
剖
・
生
理
学
的
条
件
と
当
人
の
気
分
に
よ
っ

て
決
ま
る
も
の
で
あ
り
、
発
展
の
可
能
性
が
な
い
と
い
う
こ
と
。

ｂ　

ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
ポ
ロ
ッ
ク
が
ア
ク
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
を
行
っ
た
の
は
、
芸
術
が
苦
境
に
追
い
込
ま
れ
る
と
い
う
幾
多
の

現
象
が
生
じ
た
こ
と
に
原
因
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

ｃ　

ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
ポ
ロ
ッ
ク
の
行
っ
た
ア
ク
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
は
、
創
作
を
す
る
手
が
無
限
の
芸
術
性
を
も
っ
て
い
る
た

め
、
人
間
の
工
夫
次
第
で
本
来
発
展
性
の
あ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
。

ｄ　

ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
ポ
ロ
ッ
ク
が
ア
ク
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
に
行
き
づ
ま
っ
た
の
は
、
腕
を
自
由
自
在
に
ふ
り
廻
す
と
い
う
理

論
の
解
釈
を
間
違
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
い
う
こ
と
。

ｅ　

ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
ポ
ロ
ッ
ク
が
外
界
と
の
断
絶
を
企
て
た
の
は
、
自
ら
の
行
う
ア
ク
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
に
よ
っ
て
芸
術
を

苦
境
か
ら
救
い
出
し
、
高
み
を
目
指
す
た
め
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
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問
5　

傍
線
部
Ｄ
「『
自
我
』
と
は
、
し
ば
し
ば
間
違
え
ら
れ
る
よ
う
な
、
閉
ざ
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
認
識
手
段
と
し
て
の
必
要
か
ら
、
本

来
、
開
か
れ
た
素
質
の
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
言
え
る
の
か
、
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の

を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は 

19 
ａ　

「
自
我
」
と
は
、
我
流
、
自
己
流
と
い
う
概
念
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
作
品
と
し
て
具
体
化
さ
れ
る
時
に
は
、
同
時
代
が
共
有
す
る

問
題
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
常
識
を
反
映
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
。

ｂ　

「
自
我
」
と
は
、
一
般
的
に
は
社
会
へ
の
挑
戦
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
芸
術
家
に
と
っ
て
は
他
の
一
切
の
作
品
と
自
己
の

作
品
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
個
性
で
あ
る
か
ら
。

ｃ　

「
自
我
」
と
は
、「
諸
体
験
ま
た
は
諸
作
用
の
主
体
的
統
一
の
契
機
」
と
い
う
哲
学
的
な
意
味
だ
け
で
な
く
、「
自
分
自
身
に
関
す

る
各
個
人
の
意
識
ま
た
は
観
念
」
と
い
う
心
理
的
意
味
が
あ
る
か
ら
。

ｄ　

「
自
我
」
と
は
、
あ
る
人
が
他
者
か
ら
自
分
を
区
別
す
る
一
人
称
で
あ
り
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
ポ
ロ
ッ
ク
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
外

界
と
の
断
絶
を
企
て
る
概
念
を
作
る
も
の
で
あ
る
か
ら
。

ｅ　

「
自
我
」
と
は
、
他
者
を
拒
絶
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
が
、
実
際
は
自
分
と
他
者
の
区
別
を
認
識
し
よ
う

と
す
る
態
度
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
精
神
で
あ
る
か
ら
。
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問
6　

傍
線
部
Ｅ
「
美
の
世
界
へ
の
入
口
の
相
違
は
、
芸
術
の
性
格
や
あ
り
よ
う
を
相
違
さ
せ
る
」
と
あ
る
が
、「
美
の
世
界
へ
の
入
口
の
相

違
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は 

20 

ａ　

日
本
の
芸
は
、「
癖
」
を
鍛
え
抜
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
欠
点
を
長
所
に
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
個
性
的
で
あ

る
こ
と
が
、
増
殖
的
な
伝
統
を
形
づ
く
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
。

ｂ　

日
本
の
芸
は
、「
筋
の
良
さ
」
を
洗
練
さ
れ
た
そ
の
人
固
有
の
も
の
と
し
て
扱
う
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
個
性
を
適
切
な
美

を
照
ら
し
出
す
精
神
と
し
て
み
な
す
と
い
う
こ
と
。

ｃ　

日
本
の
芸
は
、「
我
」
を
排
斥
し
嘲
笑
の
対
象
と
す
る
た
め
独
創
性
が
生
ま
れ
な
い
の
に
対
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
自
分
自
身
の
内

面
を
見
る
こ
と
で
個
性
を
磨
く
た
め
独
創
的
と
な
る
と
い
う
こ
と
。

ｄ　

日
本
の
芸
は
、
自
己
流
を
好
ま
ず
「
我
」
の
抹
殺
を
指
向
し
様
式
を
完
成
さ
せ
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
時
代
を
意
識
し
な
が
ら

自
他
の
認
識
を
行
う
た
め
個
性
的
な
芸
術
が
展
開
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
。

ｅ　

日
本
の
芸
は
、「
形
に
は
め
る
」
た
め
個
性
は
育
た
な
い
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
独
創
の
意
識
を
も
っ
て
い
る
た
め
、
伝
統
的
な
芸

術
そ
の
も
の
の
枠
を
破
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
。
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問
7　

傍
線
部
Ｆ
「
思
う
に
、
古
典
芸
能
の
極
意
は
、
そ
の
あ
た
り
に
あ
る
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最

も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は 

21 

ａ　

能
は
、
戒
め
て
も
表
に
出
て
し
ま
う
厄
介
な
性
質
で
あ
る
個
性
を
鍛
え
抜
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
普
遍
性
を
持
つ
「
味
」、「
持
ち
味
」

に
変
え
る
こ
と
の
で
き
る
芸
術
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

ｂ　

能
は
、
普
遍
的
で
適
切
な
美
を
手
に
入
れ
る
場
所
と
し
て
舞
台
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
、
伝
承
と
い
う
不
易
な
も
の
を
絶
対
と
し
、

日
々
移
り
変
わ
る
「
我
」
の
抹
殺
を
指
向
す
る
芸
術
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

ｃ　

能
役
者
は
、
移
り
変
わ
っ
て
い
く
流
行
の
中
に
身
を
置
き
、
し
き
た
り
や
約
束
事
の
概
念
を
理
解
し
な
が
ら
、「
形
に
は
め
る
」、

「
形
に
は
ま
る
」
こ
と
を
行
い
、
古
典
芸
能
と
し
て
の
完
成
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
。

ｄ　

能
役
者
は
、
武
家
や
貴
族
の
よ
う
な
生
活
を
す
る
こ
と
で
芸
を
自
然
な
も
の
と
し
て
「
受
け
つ
ぎ
」、
時
代
を
超
越
す
る
普
遍
性
を

獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
芸
術
家
と
し
て
の
生
命
を
完
全
に
す
る
と
い
う
こ
と
。

ｅ　

能
役
者
は
、
芭
蕉
の
言
葉
で
あ
る
「
不
易
流
行
」
の
よ
う
に
、
移
り
変
わ
る
も
の
の
中
に
身
を
置
き
つ
つ
、「
我
」
を
抹
殺
し
、
伝

承
を
受
け
継
ぐ
こ
と
に
よ
り
自
ら
の
完
成
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
。
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問
8　

次
に
示
す
の
は
、
本
文
を
読
ん
だ
後
に
、
五
人
の
生
徒
が
話
し
合
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
本
文
の
趣
旨
と
異
な
る
発
言
を
、
次
の
ａ

～
ｅ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は 

22 

ａ　

生
徒
Ａ

―
何
か
新
し
い
こ
と
を
始
め
る
と
き
に
、
ま
ず
目
が
重
要
に
な
る
ん
だ
ね
。
自
分
で
考
え
る
の
で
は
な
く
観
察
が
必
要

だ
と
い
う
こ
と
な
ん
て
思
い
も
つ
か
な
か
っ
た
。

ｂ　

生
徒
Ｂ

―
天
性
の
画
家
で
あ
る
セ
ザ
ン
ヌ
も
、
も
の
の
見
方
を
他
の
人
の
絵
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
深
め
て
い
っ
た
ん
だ
ね
。

他
の
画
家
に
つ
い
て
勉
強
し
て
い
た
と
は
知
ら
な
か
っ
た
。
誰
の
影
響
も
受
け
ず
に
才
能
を
開
花
さ
せ
た
の
で
は
な
い
ん
だ
ね
。

ｃ　

生
徒
Ｃ

―
ア
ク
シ
ョ
ン
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
も
ま
ず
観
察
を
す
る
こ
と
を
行
い
、そ
れ
を
腕
の
動
き
に
置
き
換
え
て
い
る
と
い

う
点
で
同
じ
だ
ね
。
前
衛
的
で
躍
動
感
が
あ
っ
て
、
現
代
を
象
徴
す
る
ア
ー
ト
と
い
え
る
よ
ね
。

ｄ　

生
徒
Ｄ

―
観
察
と
い
う
点
で
は
、
西
洋
の
芸
術
も
古
典
に
目
を
向
け
て
い
て
、
そ
う
し
た
も
の
を
吸
収
し
な
が
ら
よ
り
よ
い
芸

術
を
目
指
し
て
い
る
と
は
知
ら
な
か
っ
た
。
努
力
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
永
遠
の
価
値
を
得
ら
れ
る
ん
だ
ね
。

ｅ　

生
徒
Ｅ

―
日
本
の
芸
の
世
界
で
は
素
直
で
あ
る
こ
と
が
大
切
な
ん
だ
ね
。
だ
け
ど
、
そ
の
人
の
癖
も
修
業
を
す
れ
ば
持
ち
味
と

し
て
活
か
さ
れ
て
く
る
。
日
本
の
芸
の
世
界
で
も
、
個
性
は
大
事
な
ん
だ
ね
。


